
正
治
初
度
百
首
鳥
歌
の
考
察

－
　
俊
成
・
定
家
一
紙
両
軍
懐
紙
を
中
心
に

正
治
二
年
初
虔
百
首
和
歌
（
以
下
、
正
治
初
度
百
首
と
称
す
る
）
は
、
春
秋

各
二
十
首
、
夏
冬
各
十
五
首
、
恋
十
首
、
霹
旅
・
山
家
・
鳥
・
祝
各
五
首
か
ら

成
り
、
い
わ
ゆ
る
四
季
・
恋
・
雑
の
部
立
で
あ
る
。
が
、
雑
部
の
「
鳥
」
と
い

ぅ
題
は
、
百
首
構
成
か
ら
見
る
と
、
い
さ
さ
か
珍
妙
な
設
定
と
い
う
気
が
し
な

い
で
も
な
い
。
例
え
ば
十
題
百
首
の
、
天
・
地
・
屈
虞
・
草
木
・
鳥
・
獣
・
虫

・
神
祇
・
釈
教
な
ど
と
い
う
歌
題
設
定
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
百
首
に
於
い

て
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
、
「
鳥
」
と
い
う
題
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
そ
の
鳥
の
歌
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
本
百
首
の
定
家
詠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
草
稿
の
存
在
が
知
ら
れ

て
い
る
。
報
告
さ
れ
た
順
に
掲
げ
る
と
、

‖
　
「
定
家
抑
十
首
歌
切
」
　
（
昭
和
十
六
年
二
月
十
八
日
東
京
美
術
倶
楽
部

入
札
『
観
空
庵
退
愛
品
入
札
目
録
』
掲
載
）

は
　
永
青
文
庫
蔵
「
俊
成
・
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
」

川
　
静
嘉
堂
文
庫
蔵
「
藤
原
定
家
三
首
自
歌
切
」

（1）

で
あ
る
。
川
は
、
久
保
田
淳
氏
が
報
告
さ
れ
た
も
の
で

定
家
の
本
百
首
の
将

旅
・
山
家
に
あ
た
る
歌
十
首
が
記
さ
れ
て
お
り
、
定
家
の
自
注
、
俊
成
の
も
の

山
　
　
崎
　
　
桂
　
　
子

と
思
わ
れ
る
合
点
と
評
語
が
あ
る
と
い
う
。

は
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
同
文
庫
秘
蔵
の
茶
道
具
名
品
展
に
出
品
さ
れ
た

（2）

も
の
で
、
橋
本
不
美
男
氏
が
資
料
全
体
を
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
正
し
く
は
、
懐

紙
で
は
な
く
、
定
家
の
本
百
首
鳥
歌
詠
草
に
俊
成
が
意
見
を
注
し
て
返
し
た
拗

近
状
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
意
義
を
述
べ
ら
れ
た
。（3）

本
百
首
詠
進
過
程
に
つ
い
て
は
、
既
に
有
吉
保
氏
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
も
そ
も
定
家
が
自
詠
の
検
閲
を
父
に
乞
う
た
こ
と
は
、
『
明
月
記
』
正
治
二

年
八
月
二
十
三
日
条
、

右
中
井
奉
書
日
、
百
首
明
日
可
進
、
卒
爾
周
章
、
末
時
許
参
入
遺
殿
、
愚

詠
二
十
首
許
不
足
、
所
詠
出
経
御
覧
、
仰
云
、
皆
無
其
難
、
早
案
出
可
進

也
者
、
又
見
御
歌
、
申
所
存
退
帰
、

に
窺
え
る
。
こ
の
時
、
俊
成
の
検
閲
を
受
け
た
の
は
八
十
首
で
、
残
り
二
十
首

を
早
く
詠
む
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
木
百
首
雑
部
に
あ
た
る
二
十

首
で
あ
る
と
推
量
さ
れ
る
。
『
明
月
記
』
翌
日
翌
々
日
条
を
併
せ
考
え
る
と
、

橋
本
氏
の
推
定
通
り
「
こ
の
鳥
題
五
首
勘
近
状
は
、
二
十
三
日
夜
か
ら
二
十
四

日
午
前
中
に
か
け
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
定
家
・
俊
成
の
問
を
往
返
し
た
、
末
詠

二
十
首
分
の
勘
近
状
の
一
部
」
　
（
同
氏
論
文
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

脚
の
出
現
と
、
右
の
如
き
意
義
づ
け
に
よ
っ
て
、
川
が
佃
の
つ
れ
で
あ
る
、



す
な
わ
ち
勘
近
状
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
、
川
の
形
状
・
内
容
か
ら
考
え
て
も

疑
い
を
入
れ
な
い
（
但
し
、
久
保
田
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
日

の
所
在
は
不
明
で
あ
る
）
。
従
っ
て
、
本
百
首
雑
部
二
十
首
に
つ
い
て
は
、
定

家
の
草
稿
が
勘
返
状
の
形
で
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
祝
五
首
に
つ
い

て
は
、
末
だ
資
料
の
出
現
を
み
な
い
が
、
当
然
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
）
。

（

－

）

同
じ
く
定
家
草
稿
の
紬
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
兼
築
信
行
氏
が
紹
介
さ
れ
た

も
の
で
、
本
百
首
の
秋
の
歌
と
春
の
歌
各
一
首
と
、
新
出
の
二
首
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
歌
切
は
、
『
明
月
記
』
二
十
五
日
桑
に
言
う
、
兼
実
に
よ
っ
て

「
猶
三
首
許
不
甘
心
」
と
さ
れ
た
歌
の
差
替
用
に
定
家
が
執
筆
し
た
草
稿
で
あ

る
と
、
氏
は
推
断
さ
れ
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
資
料
の
う
ち
、
本
稿
の
中
心
で
あ
る
鳥
の
歌
に
直
接
か
か
わ
っ

て
く
る
の
ほ
、
脚
の
「
俊
成
・
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
」
　
（
以
下
、
拗
近
状
と
称

（5）

す
る
）
で
あ
る
。
既
に
、
久
保
田
氏
が
こ
の
資
料
を
も
と
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か

ら
論
及
さ
れ
て
お
り
、
今
更
加
え
る
べ
き
こ
と
は
少
な
い
が
、
本
稿
は
、
先
学

の
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
鳥
題
設
定
の
意
義
、
定
家
自
注
と
定
家
の
鳥
の
歌

の
内
容
等
に
つ
い
て
、
整
理
と
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

二

（6）

ま
ず
、
勘
近
状
全
体
を
見
る
と
、
定
家
の
鳥
題
の
歌
五
首
と
自
注
が
あ
り
、

そ
れ
に
対
す
る
俊
成
の
合
点
と
頭
書
が
あ
る
。
五
首
の
歌
の
異
同
は
、
編
基
本

正
治
初
度
百
首
と
も
、
拾
遺
愚
草
所
収
の
正
治
初
度
百
首
と
も
な
い
。
但
し
、

「
て
な
れ
つ
ゝ
」
の
歌
と
、
「
き
み
が
よ
に
」
の
歌
の
順
が
、
拗
近
状
で
は
逆

に
な
っ
て
い
る
。

本
資
料
に
よ
っ
て
、
正
治
初
度
百
首
の
成
立
事
情
は
一
段
と
詳
し
く
解
明
さ

れ
る
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
催
し
の
発
案
ほ
ど
の
あ
た
り
か
ら

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
久
保
田
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
。

後
鳥
羽
院
が
群
臣
に
百
首
を
詠
進
さ
せ
る
こ
と
を
思
い
付
い
た
の
は
、

お
そ
ら
く
掘
河
天
皇
の
御
代
の
「
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
」
や
崇
徳
院
の

「
久
安
六
年
御
百
首
」
に
な
ら
お
う
と
い
う
気
持
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
そ
れ
も
通
親
あ
た
り
が
焚
き
つ
け
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か

く
、
院
と
し
て
は
具
体
的
に
誰
そ
れ
に
詠
進
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で

は
、
さ
し
て
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
計
画
を
通

親
あ
た
り
を
通
し
て
キ
ャ
ッ
チ
し
た
六
条
家
の
季
経
な
ど
が
、
平
生
小
憎

ら
し
い
と
思
っ
て
い
た
定
家
を
オ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
動
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
十
分
想
像
で
き
る
。
（
「
定
家
　
－
　
そ
の
生
紅
と
時
代
」
、
平
凡
社
、

『
太
陽
』
‰
2
1
0
、
加
・
1
0
）

私
も
久
保
田
氏
の
御
論
に
同
感
で
あ
る
が
、
中
で
も
「
通
親
あ
た
り
が
焚
き
つ

け
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
　
（
右
引
用
文
中
）
と
い
う
の
が
、
正
鵠
を
射
た
と

こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
辺
の
事
情
を
私
な
り
に
も
う
少
し
憶

測
し
て
み
た
い
。

ま
ず
通
親
に
つ
い
て
は
、
『
明
月
記
』
七
月
十
八
日
条
が
注
目
さ
れ
る
。
定

家
は
百
首
の
作
者
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
結

果
は
、
「
…
…
…
事
始
御
気
色
甚
快
、
而
内
府
沙
汰
之
間
、
事
忽
変
改
、
ロ
バ
撰

老
老
預
此
寧
万
々
、
古
今
和
歌
堪
能
、
撰
老
事
未
開
事
也
、
是
偏
時
季
経
路
、

為
棄
置
予
所
結
構
也
、
季
経
経
家
彼
家
之
人
也
、
全
非
遺
恨
、
更
不
可
望
」
と

い
う
状
況
で
、
久
保
田
氏
も
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
内
府
通
親
の
力

の
絶
大
さ
を
窺
わ
せ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
通
親
へ
六
条
家
の
季
経
・
経
家
が
働

き
か
け
て
の
沙
汰
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
後
鳥
羽
院
に
つ
い
て
、
「
と
も
か
く
、
院
と
し
て
は
具
体
的
に
誰
そ



九
に
詠
進
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
、
さ
し
て
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
」
（
前
掲
引
用
文
中
）
と
久
保
田
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

更
に
言
え
ば
、
こ
の
時
点
で
も
院
は
和
歌
に
対
し
て
未
だ
未
知
数
的
存
在
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
百
首
の
行
な
わ
れ
た
正
治
二
年
以
前
に
は
、
院
の
本
格

（7）

的
な
詠
歌
活
動
の
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
も
そ
も
院
自
身
が
和
歌
に
い
か
ほ

（8）

ど
の
興
味
を
抱
い
て
い
た
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
。
久
保
田
氏
は
、
そ
の
あ

た
り
を
初
期
後
鳥
羽
院
歌
圏
の
構
成
員
と
い
う
観
点
か
ら
院
の
詠
歌
活
動
の
出

発
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
院
の
内
部
に
は
和
歌
へ
の
興
味
が
十
分
に

用
意
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
未
だ
実
際
的
な
詠
歌
に
は

至
っ
て
い
な
い
院
。

か
つ
て
有
吉
保
氏
は
、
「
…
…
…
政
治
と
文
学
の
在
り
方
が
接
近
し
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
と
察
知
さ
れ
る
パ
専
門
歌
人
が
、
身
分
相
応
の
詠
歌
の
場
を
も

つ
だ
け
で
な
く
、
歌
人
な
る
が
故
に
栄
進
し
、
昇
殿
を
許
さ
れ
た
時
点
が
こ
の

（9）

期
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
六
条
家
が
自
派
の
勢
力
を
伸
ば
す
為
に
は
、

最
高
権
力
者
で
あ
る
院
の
和
歌
に
対
す
る
理
解
と
加
護
は
是
非
と
も
手
に
入
れ

た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
理
解
と
加
護
は
、
そ
も
そ
も
院
自
身
の
和
歌
へ
の
興
味

か
ら
発
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
六
条
家
に
限
ら
ず
、
当

代
の
歌
人
達
に
と
っ
て
等
し
く
歌
運
の
隆
盛
を
も
た
ら
す
絶
好
の
機
会
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
て
も
、
本
百
首
の
発
案
は
、
院
自
身
の
興
味
の
あ
り

ょ
う
を
い
ち
早
く
察
知
し
た
通
親
と
、
思
惑
を
秘
め
た
率
経
・
経
家
あ
た
り
か

ら
な
さ
れ
た
も
の
と
の
見
方
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
彼
等
の
目
論
見

は
、
院
を
和
歌
の
道
へ
引
き
入
れ
、
和
歌
を
以
っ
て
親
し
く
出
入
り
す
る
こ
と

に
よ
る
自
派
の
勢
力
伸
長
で
あ
っ
た
が
、
二
十
一
才
の
院
が
こ
の
百
首
を
機

に
、
急
速
に
和
歌
へ
と
憤
斜
し
て
行
き
、
後
年
、
大
歌
塩
の
主
催
者
に
な
る
と

こ
ろ
ま
で
予
想
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

本
百
首
の
発
端
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で
、
改
め
て
鳥
題
に
目
を
向
け
て

み
る
と
、
本
来
な
ら
ば
述
懐
或
は
神
祇
・
釈
教
等
の
題
で
も
し
か
る
べ
き
と
こ

ろ
に
、
わ
ざ
わ
ざ
設
け
ら
れ
た
こ
の
題
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
久
保
田
氏
は
、
勘
近
状
の
定
家
自
注
に
言
う
「
制
仰
」
　
（
木

精
、
三
章
で
詳
述
）
か
ら
、
鳥
題
に
つ
い
て
、

こ
の
と
き
、
院
は
明
ら
か
に
新
奇
な
素
材
へ
の
興
味
に
動
か
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
百
首
の
題
を
設
け
た
の
は
院
自
身
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
や
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、
院
の
意
向
を
汲

ん
で
、
近
臣
の
だ
れ
か
が
題
老
（
出
題
者
）
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）
　
『
鳥
』
と
い
う
題
を
設
け
た
背
後
に
、
当
時
の
歌
壇
一
般
に
新

奇
な
素
材
に
対
す
る
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
「
藤
原
定
家
の
虚
構
と
現
実
」
、
集
英
社
、
『
図
説
日
本
の
古
典
』
第
四
巻

S
5
4
・
4
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
題
者
に
つ
い
て
の
推
測
は
、
久
保
田
氏
の
述
べ
ら
れ
る

通
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
四
季
・
恋
・
雑
と
い
う
大
ま
か
な
部
立
の
本
百
首
の

中
で
、
唯
一
鳥
題
は
、
何
か
新
し
い
試
み
の
意
図
さ
れ
た
も
の
で
、
恐
ら
く
久

保
田
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
「
新
奇
な
素
材
に
対
す
る
関
心
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
勘
近
状
の
「
て
な
れ
つ
1
」
の
歌
の
定
家
自
注
、

文
治
之
比
禁
裏
御
壷
被
飼
鶏
以
近
臣

被
結
番
供
奉
其
事
搬
醐
鮒
踊
覧

依
之
詠
之

こ
れ
は
、
文
治
の
比
、
禁
裏
の
御
壷
で
鶏
（
『
明
月
記
』
に
よ
る
と
、
闘
鶏
が
行

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
を
飼
っ
て
い
て
、
当
の
定
家
を
始
め
近
臣
達
が

ニ
ワ
ト
リ
当
番
を
し
て
い
た
と
い
う
、
い
さ
さ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
事
実
を
伝
え



て
い
る
。

鶏
を
飼
わ
せ
て
い
た
天
皇
、
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
帝
は
、
文
治
の
比
と
言
え
ば

六
～
十
才
の
幼
さ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
後
鳥
羽
院
と
い
う
人
ほ
、
稀
に
見
る
多

（川）

趣
味
・
多
芸
の
人
物
で
、
愛
禽
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
久
保
田
氏
は
、
早
く
に

定
家
の
こ
の
自
注
に
着
目
さ
れ
、
院
の
玩
禽
趣
味
か
ら
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
形
成

に
論
を
及
ぼ
し
て
お
ら
れ
る
。
中
で
も
、
同
論
で
氏
の
引
用
さ
れ
た
『
明
月

記
』
畢
空
一
年
九
月
の
条
は
、
院
の
愛
禽
ぶ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深

い
。
す
な
わ
ち
、
殊
な
る
近
臣
朝
俊
が
、
鳩
を
取
る
為
、
朱
雀
門
に
生
り
、
置

き
忘
れ
た
松
明
に
よ
っ
て
朱
雀
門
が
焼
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
定
家
は
、

近
年
天
子
・
上
皇
が
皆
、
鳩
を
好
み
給
う
為
、
近
臣
達
が
鳩
を
自
ら
飼
い
、
旧

塔
や
鐘
楼
に
登
っ
て
は
鳩
を
つ
か
ま
え
て
い
る
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

草
杢
一
年
の
こ
と
で
、
後
鳥
羽
院
は
三
十
近
い
年
齢
で
あ
る
が
、
愛
禽
ほ
変
わ

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
如
き
院
の
玩
禽
趣
味
と
、
そ
の
為
に
奔
走
す
る
近
臣
の
姿
と
は
、
本
百

首
中
に
「
鳥
」
と
い
う
喝
か
わ
ざ
わ
ざ
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
私
に
は
、
後
鳥
羽
院
の
鳥
好
き
と
、
こ
の
鳥
煩

と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
そ
う
に
な
い
。
本
百
首
が
、
上
述
の
如

き
院
周
辺
の
思
惑
を
秘
め
て
発
案
さ
れ
た
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
烏

題
は
、
和
歌
に
関
し
て
未
知
数
的
部
分
の
多
い
院
に
対
す
る
挨
拶
的
な
意
味
合

い
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
百
首
の
企
画
に
際
し
て
、
応
制
の

主
体
で
あ
る
院
が
最
も
好
む
と
こ
ろ
の
「
鳥
」
を
歌
題
と
し
て
、
そ
の
中
へ
入

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
ほ
ほ
え
ま
し
い
君
臣
の
図
を
思
い
描
か
せ
る
し
、

別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
新
奇
な
素
材
を
詠
み
込
も
う
と
す
る
試
み
が
、
草
木
・

獣
・
虫
…
…
…
で
な
く
、
他
な
ら
ぬ
「
鳥
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
院
周
辺
の

院
へ
の
追
従
的
な
態
度
を
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

三

こ
こ
で
再
び
勘
近
状
に
も
ど
っ
て
、
「
制
仰
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
勘
返
状
の
五
首
目
「
わ
が
き
み
に
」

の
歌
の
後
に
、

雁
千
鳥
　
已
停
止
院
云
1
然
而
此
二
肯

殊
大
切
思
給
供
　
此
外
凡
可
構
出
と
も

不
覚
供
　
制
仰
＼
た
ゝ
そ
こ
し
ら
す

し
て
や
候
へ
か
ら
む

と
い
う
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
定
家
は
、
四
首
目
「
い
か
に
せ
ん
」
の
歌
で

腱
を
、
五
首
目
で
千
鳥
を
詠
ん
で
い
る
が
、
右
の
注
記
は
こ
の
二
首
に
対
し
て

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
題
に
お
い
て
雁
や
千
鳥
を
詠
む
こ
と
は
院
に
よ

っ
て
停
止
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
と
言
っ
て
い
る
。
「
云
々
」
と
伝
聞
で
記
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
橋
本
氏
が
「
定
家
が
遅
れ
て
詠
進
者
に
加
え
ら
れ
た

為
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
、
久
保
田
氏
は
「
…
…
…
お
そ
ら
く
そ
れ
は
強
い

拘
束
力
を
も
っ
た
禁
制
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
院
が
、
『
こ
の
鳥
の
題

で
は
、
雁
や
千
鳥
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
鳥
は
詠
む
な
』
と
近
臣
に
い
っ
た
と

へ
〓
）

い
う
こ
と
を
、
伝
聞
し
た
程
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
制
仰
」
は
、
四
季
の
歌
で
既
に
詠
み
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
雁
や
千
鳥
を
ま

た
こ
こ
で
詠
ん
だ
の
で
は
、
鳥
題
の
お
も
し
ろ
味
が
抗
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

配
慮
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
制
仰
」
が
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、

鳥
題
に
如
何
な
る
歌
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の

で
、
詠
進
者
達
は
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
、
珍
し
い
烏
を
詠
み
込
む
こ
と
を

要
求
さ
れ
、
事
実
そ
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
定
家
を
除
く
他
の
詠
進
者
達

は
、
脛
・
千
鳥
の
み
な
ら
ず
、
蔦
・
時
鳥
と
い
っ
た
鳥
も
鳥
題
で
は
一
人
も
詠



ん
で
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
定
家
は
「
制
仰
」
を
犯
し
て
詠
ん
で
お
り
、
や
は
り
気
懸
り
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
た
1
そ
こ
し
ら
ず
」
の
部

分
の
読
み
に
関
し
て
は
、
橋
本
氏
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
如
く
、
「
た
ゝ
そ
ら
し

ら
ず
」
と
の
読
み
も
あ
る
。
今
、
「
そ
ら
し
ら
ず
」
と
と
っ
て
み
る
と
、
「
…
…

…
や
供
ペ
か
ら
む
」
の
表
現
と
応
じ
て
、
「
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
」
と
俊
成
に
尋
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
俊

成
の
合
点
は
、
確
か
に
「
父
子
共
謀
」
　
（
橋
本
氏
論
文
）
の
感
も
あ
る
が
、
そ

の
前
の
「
雁
と
千
鳥
は
停
止
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
は

こ
と
に
重
安
に
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
」

と
い
う
定
家
の
強
い
気
拝
を
察
し
て
の
、
父
親
の
処
置
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ

え
ノ
。

定
家
の
自
注
は
こ
の
後
、
更
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

凡
ハ
述
懐
題
被
止
。
題
二
述
懐
之
心
詠
之
、
穿
錐
有
其
悼
、
此
鳥
題
、
凡

一
切
不
可
叶
候
之
問
、
如
此
詠
供
。
又
偏
以
狭
事
為
先
着
、
為
遺
遺
恨
候

之
故
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
句
読
点
は
私
意
に
よ
る
。
）

（12）

こ
の
部
分
に
は
、
俊
成
の
頭
書
「
内
府
苛
述
懐
シ
ク
リ
キ
」
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
自
注
の
「
凡
ハ
述
懐
題
披
止
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
一
つ
に
は
、
述
懐
題
は
院
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
方
、
も

ぅ
一
つ
に
は
、
述
懐
題
の
禁
止
と
い
う
よ
う
な
歌
学
上
の
故
実
を
指
す
と
い
う

見
方
が
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
制
止
は
、
「
凡
ハ
」
と
い
う
言
い
方
と
、
俊
成

の
頭
書
に
言
う
如
く
、
院
の
最
も
近
く
に
い
た
内
府
通
親
詠
に
述
懐
歌
が
多
い

（13）

と
い
う
事
実
と
か
ら
認
め
難
い
。
同
時
に
、
後
者
の
見
方
も
、
そ
れ
に
該
当
す

（14）

る
故
実
が
存
在
し
な
い
た
め
、
妥
当
性
を
欠
く
。
こ
こ
は
や
は
り
、
橋
本
氏
が

述
べ
ら
れ
る
如
く
、
制
止
で
は
な
い
が
、
本
百
首
に
述
懐
題
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
本
百
首
で
述
懐
の
心
を
詠
む
こ
と
は
院
の
意
向
と
し
て
止
め
ら
れ
て
い

る
（
求
め
ら
れ
て
い
な
い
）
の
だ
と
い
う
定
家
の
受
け
止
め
方
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
以
下
、
（
述
懐
題
で
は
な
い
）
他
の
題
の
と
こ
ろ
に
述
懐
の
心
を
詠

み
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
院
の
意
向
に
対
し
て
憧
り
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ

の
鳥
題
に
つ
い
て
は
、
一
体
全
体
そ
う
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ

の
よ
う
に
詠
み
ま
し
た
。
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
狭
事
（
述
懐
の
歌
が
求
め
ら
れ
て

い
な
い
か
ら
、
又
は
、
雁
・
千
鳥
を
詠
ん
で
は
い
け
な
い
か
ら
、
と
言
っ
て
）

そ
の
こ
と
に
拘
泥
し
て
、
こ
こ
で
（
不
本
意
な
歌
を
）
先
例
と
し
て
し
ま
う
こ

と
は
、
歌
道
の
為
に
も
遺
恨
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
す
、
と
言
っ
て
い
る
。
定

家
の
其
撃
な
こ
の
姿
勢
に
、
俊
成
は
合
点
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
賛
同
の
意
を

示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

定
家
が
鳥
題
と
述
懐
と
い
う
こ
と
に
こ
こ
で
拘
っ
て
い
る
の
に
は
、
烏
を
め

ぐ
っ
て
は
忘
れ
難
い
思
い
出
が
あ
り
、
ま
た
真
に
述
懐
す
べ
き
不
遇
意
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
一
方
に
は
想
像
さ
れ
る
が
、
主
た
る
理
由
は
や
は
り
和
歌
の
文
学

性
と
も
い
う
べ
き
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
久
保
田
氏
が
こ
の
点
に
つ
い

て
、
「
定
家
は
特
殊
な
素
材
自
体
の
も
つ
お
も
し
ろ
さ
に
す
が
っ
て
詠
む
こ
と

（15）

を
い
さ
ざ
よ
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
定
家
の
「
詞

は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」
と
い
う
『
近
代
秀
歌
』
に
見
ら
れ
る

歌
論
の
出
発
を
こ
こ
に
見
出
し
て
お
ら
れ
る
の
は
卓
見
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
本
稿
の
冒
頭
で
、
鳥
題
と
い
う
の
は
珍
妙
の
感
が
あ
る
と
述
べ
た

が
、
本
百
首
出
詠
者
達
に
と
っ
て
も
同
様
の
印
象
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
本
百
首
の
鳥
題
と
は
一
体
ど
う
い
う
歌
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の

か
、
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
雁
・
千
鳥
の
停
止
と
相
ま

っ
て
、
こ
こ
は
歌
材
自
体
の
珍
し
さ
へ
と
向
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
わ
け
で
、



実
際
、
定
家
以
外
の
歌
人
達
の
多
く
は
歌
材
の
珍
し
さ
を
求
め
、
そ
れ
は
行
き

過
ぎ
る
と
、
な
ぞ
な
ぞ
も
ど
き
の
言
語
遊
戯
に
堕
す
る
危
険
性
を
十
分
に
学
ん

で
い
た
。
定
家
が
、
「
以
狭
事
為
先
考
為
遺
遺
恨
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
遊
戯
的
詠
歌
を
な
す
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
定

（16）

家
が
、
「
有
心
」
と
い
う
こ
と
を
述
懐
の
歌
に
於
い
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
か

ら
見
て
も
、
「
述
懐
之
心
」
を
入
れ
て
詠
ま
な
い
限
り
、
「
此
鳥
題
、
凡
一
切
不

可
叶
侠
」
と
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
も
、
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
勘
近
状
の
定
家
自
注
の
中
で
、
こ
の
部
分
「
脛
千
鳥
…
…
…
…

為
道
遺
恨
侯
之
故
也
」
ほ
、
い
さ
さ
か
調
子
が
高
い
。
自
歌
に
注
す
る
こ
と
に

か
こ
つ
け
て
、
父
俊
成
に
心
中
を
訴
え
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
「
脛
・
千
鳥

の
停
止
、
す
な
わ
ち
新
奇
な
歌
材
を
詠
み
込
む
べ
し
」
と
い
う
方
針
に
対
す

る
、
自
ら
の
和
歌
祝
を
強
い
調
子
で
述
べ
、
敢
え
て
雁
・
千
鳥
を
詠
み
込
む
と

い
う
行
為
の
裏
に
は
、
何
や
ら
対
通
親
・
六
条
家
意
識
が
感
じ
ら
れ
は
す
ま
い

か
。
百
首
の
企
画
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
鳥
」
と
い
う
歌
題
を
設
け
、
新
奇
な
散

村
で
そ
れ
を
詠
む
と
い
う
企
て
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
、
後
鳥
羽
院
を
戴
き
な
が

ら
も
、
実
質
は
通
親
と
季
経
・
経
家
が
牛
耳
っ
て
い
る
と
い
う
舞
台
裏
。

脛
・
千
島
停
止
は
、
院
の
仰
せ
と
い
う
形
で
通
親
等
に
よ
っ
て
、
か
な
り
徹

底
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

定
家
以
外
の
出
詠
者
は
、
皆
こ
の
仰
せ
を
忠
臭
に
守
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

六
条
家
側
の
専
横
と
院
へ
の
追
従
的
態
度
、
安
易
な
和
歌
観
、
そ
れ
ら
に
対
す

る
定
家
の
主
張
と
不
快
感
、
こ
れ
ら
諸
々
の
も
の
を
、
こ
の
勘
近
状
は
窺
わ
せ

て
く
れ
る
資
料
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
以
上
の
如
き
定
家
自
注
（
一
首
目
の
歌
に
付
け
ら
れ
た
注
に
つ
い
て

は
次
章
で
と
り
あ
げ
る
）
の
他
に
、
俊
成
の
頭
書
が
あ
る
の
で
ふ
れ
て
お
く
。

四
首
日
「
い
か
に
せ
ん
」
の
歌
か
ら
、
五
首
日
「
わ
が
き
み
に
」
の
歌
に
か
け

て
、
「
雁
与
鷲
之
間
一
ヲ
可
得
心
欺
　
鷲
耳
勝
敗
」
の
頭
書
を
し
て
い
る
。
「
い

か
に
せ
ん
」
の
歌
は
「
か
り
が
ね
」
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
頭
書
に
よ
る
と
、

も
う
一
首
鷲
の
歌
が
あ
っ
た
ら
し
く
準
え
る
。
が
、
そ
の
歌
は
別
紙
（
付
箋
の

（17）

よ
う
な
形
か
）
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、

鷲
の
歌
の
内
容
に
つ
い
て
は
知
る
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
「
制
仰
」
に
触
れ
る

脛
の
歌
よ
り
も
鷲
の
歌
の
方
を
「
勝
欺
」
と
し
た
俊
成
の
心
境
と
、
そ
れ
に
反

し
て
雁
の
歌
の
方
を
選
ん
だ
定
家
の
判
断
に
ほ
見
過
ご
せ
な
い
も
の
が
感
じ
ら

れ
る
。ま

た
、
定
家
の
述
懐
題
に
関
す
る
自
注
部
分
に
も
「
内
府
寄
述
懐
シ
ク
リ

キ
」
の
頭
書
の
あ
る
こ
と
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

四

本
萱
で
は
、
定
家
の
鳥
の
歌
五
首
を
読
ん
で
み
た
い
。
既
に
久
保
田
氏
が
、

（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

勘
近
状
自
注
と
と
も
に
訳
さ
れ
た
も
の
や
、
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
上
（
下
）
』

が
あ
る
の
で
、
導
か
れ
つ
つ
私
見
も
加
え
た
い
と
思
う
。
以
下
、
定
家
の
鳥
の

歌
の
引
用
は
勘
近
状
の
本
文
で
掲
げ
る
が
、
清
濁
は
私
意
に
よ
る
。

一
首
目
は
、

や
ど
に
な
く
や
こ
ゑ
の
と
り
は
し
ら
じ
か
し
お
き
て
か
ひ
な
き
あ
か
月
の

つ
ゆ

で
、
「
や
こ
ゑ
の
と
り
」
す
な
わ
ち
鶏
を
詠
ん
で
い
る
。
定
家
自
身
が
勘
近
状

に
、

朝
綱
脚
詩
云

家
鶏
不
識
官
班
冷
　
依
旧
猶
催
報
昧
声

と
注
記
し
て
お
り
、
こ
の
朝
綱
の
詩
句
（
逸
文
）
に
拠
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
る
。
「
官
班
」
と
は
官
職
の
位
次
の
こ
と
。
そ
の
官
班
冷
た
き



こ
と
を
、
朝
綱
の
詩
句
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
と
る
形
で
詠
作
し
て
い
る
。
鶏
は

早
く
か
ら
暁
の
声
を
告
げ
る
の
だ
が
、
早
く
起
き
て
も
甲
斐
の
な
い
こ
と
だ
と

不
遇
を
欺
く
。

実
際
こ
の
時
期
に
彼
が
如
何
に
不
遇
で
あ
っ
た
か
は
、
石
田
書
月
氏
が
、

凡
そ
、
貧
乏
と
病
気
と
官
位
の
渋
滞
と
、
こ
の
三
つ
が
生
址
を
通
じ
て
定

家
を
苦
し
め
た
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も
こ
の
三
つ
は
、
互
い

に
関
塀
を
も
ち
つ
つ
、
こ
の
正
治
・
建
仁
期
に
於
て
最
も
強
く
彼
を
悩
ま

し
た
。
即
ち
こ
の
時
期
は
、
生
址
の
う
ち
に
於
て
、
最
も
貧
乏
の
時
期
で

あ
る
と
共
に
、
最
も
病
弱
の
時
期
で
あ
り
、
又
最
も
官
位
の
渋
滞
し
た
時

期
で
も
あ
っ
た
。
（
『
藤
原
定
家
の
研
究
』
、
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
昭
和

5
0
年
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
定

家
は
文
治
五
年
二
八
才
で
左
近
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
建
仁
二
年
四
一
才

で
左
近
権
中
将
に
な
る
ま
で
、
足
か
け
十
三
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
除
目
の
恵

み
に
浴
さ
な
か
っ
た
。

和
洪
朗
詠
兵
に
「
鶏
既
鳴
分
忠
臣
待
且
」
（
骨
）
の
詩
句
が
見
え
る
が
、
「
且

を
待
つ
」
べ
く
も
な
い
我
が
身
の
欺
き
が
一
首
に
盛
ら
れ
て
お
り
、
ブ
ロ
ワ
ー

（20）氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
あ
か
月
の
つ
ゆ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
身
の

上
に
あ
る
定
家
の
浜
の
比
喩
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

二
首
目
は
、

き
み
が
よ
に
か
す
み
を
わ
け
し
あ
し
た
づ
の
さ
ら
に
さ
わ
ペ
の
ね
を
や
な

く
べ
き

で
、
「
き
み
が
よ
に
か
す
み
を
わ
け
し
」
と
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
御
世
に
殿
上

を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
さ
し
、
そ
れ
が
土
御
門
天
皇
の
御
世
に
な
っ
て
叶
わ

ず
、
沢
辺
で
鳴
い
て
い
る
と
、
我
身
を
「
た
づ
」
に
比
し
て
い
る
。

こ
の
歌
の
背
後
に
は
、
『
源
家
長
日
記
』
の
指
摘
す
る
如
く
、
著
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
、
文
治
元
年
、
定
家
が
「
五
せ
ち
に
事
あ
り
て
殿
上
は
な
た
れ
」
（
同

日
記
）
、
そ
れ
を
俊
成
が
、
「
あ
し
た
づ
の
雲
路
ま
よ
ひ
し
年
暮
れ
て
霞
を
さ
ヘ

ヤ
へ
だ
て
ほ
っ
べ
き
」
と
詠
ん
で
後
白
河
院
に
奉
り
、
定
家
が
還
昇
せ
ら
れ

た
、
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
俊
成
歌
と
還
昇
を
知
ら
せ
た
足
長
（
寂

蓮
）
の
返
歌
と
は
、
千
載
集
巻
十
七
の
巻
軸
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
集

意
図
を
め
ぐ
っ
て
は
、
久
保
田
氏
が
、
「
当
代
が
和
歌
を
重
ん
ず
る
聖
代
で
あ

る
こ
と
を
謳
歌
し
、
併
せ
て
歌
徳
に
よ
る
御
子
左
家
の
慶
び
を
長
く
後
代
ま
で

（21）

記
念
す
る
た
め
」
と
述
べ
ら
れ
、
西
沢
誠
人
氏
が
、
「
穂
の
あ
る
政
道
と
し
て

下
命
者
で
あ
る
院
に
対
す
る
配
慮
を
も
充
分
に
溝
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

（22）う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
定
家
の
「
き
み
が
よ
に
」
の
歌
は
、
単
に
忘
れ
得

ぬ
思
い
出
を
ふ
ま
え
て
昇
殿
の
希
い
を
詠
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
を
重
ん

ず
る
聖
代
で
あ
れ
か
し
と
願
う
歌
の
家
の
一
員
と
し
て
、
こ
の
機
会
に
是
非
と

も
詠
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
歌
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
、
こ
の
歌
は
、
そ
も
そ
も
木
百
草
詠
進
者
に
定
家
が
加
え
ら
れ
る
直
接

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
俊
成
の
「
正
治
和
宇
美
状
」
の
奥
に
書
き
つ
け
ら
れ
た

歌
、

和
歌
の
う
ら
の
あ
し
べ
を
さ
し
て
な
く
た
づ
も
な
ど
か
雲
井
に
か
へ
ら
ざ

る
べ
き

と
も
関
連
づ
け
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
指
摘
は
、
夙
に
藤
平
春
男
氏
に

ょ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
氏
は
「
父
子
の
歌
に
み
ら
れ
る
共
通
の
情
ほ
院
の
心

（23）

を
ひ
い
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

果
し
て
、
こ
の
歌
が
院
の
御
感
に
あ
づ
か
り
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
内
昇
殿
を

許
さ
れ
た
。
今
日
的
な
目
で
見
る
と
、
柳
の
下
の
泥
鮒
的
印
象
無
し
と
し
な
い



が
、
和
歌
を
重
ん
ず
る
聖
君
で
あ
り
、
聖
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
そ
れ
が

一
つ
の
要
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
l
連
の
「
た
づ
」
歌
に
込
め
ら
れ
た
父
子

の
真
情
は
そ
の
要
件
を
十
分
に
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
首
目
は
、

て
な
れ
つ
ゝ
す
ゑ
の
を
た
の
む
は
し
た
か
の
き
み
の
み
ょ
に
ぞ
あ
ほ
ん
と

お
も
ひ
し

で
、
先
述
の
定
家
自
注
　
－
　
文
治
の
頃
、
禁
裏
の
御
壷
で
ニ
ワ
ト
リ
当
番
を
し

て
い
た
　
－
　
が
付
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
依
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
言

う
。
「
て
な
れ
つ
1
す
ゑ
の
を
た
の
む
は
し
た
か
」
は
、
す
な
わ
ち
、
文
治
の

輿
近
臣
と
し
て
養
鶏
に
務
め
て
い
た
定
家
自
身
の
比
喩
で
あ
る
。
久
保
田
氏

が
、
「
鷹
匠
の
手
に
馴
れ
な
が
ら
、
狩
場
の
陶
野
で
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
る

は
し
た
か
は
、
わ
が
君
の
御
代
に
逢
お
う
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
あ
た
く
し
は

（24）

わ
が
君
の
御
代
で
の
廷
臣
と
し
て
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
た
の
で
し
た
」
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
末
旬
「
あ
ほ
ん
と
お
も
ひ
し
」
の
過
去
の
助
動
詞
に
、
定
家

の
失
望
が
色
淡
く
表
わ
れ
て
い
る
。

四
首
目
は
、
「
雁
」
を
詠
ん
で
い
る
。

い
か
に
せ
ん
つ
ら
み
だ
れ
に
し
か
り
が
ね
の
た
ち
ど
も
し
ら
ぬ
秋
の
こ
ゝ

ろ
を

我
身
を
「
つ
ら
み
だ
れ
に
し
か
り
が
ね
」
に
比
し
て
、
昇
進
の
遅
れ
を
訴
え
て

い
る
。
末
句
「
秋
の
こ
1
ろ
」
は
、
和
漢
朗
詠
集
上
（
秋
興
）
に
、

物
の
色
は
自
ら
客
の
意
を
傷
ま
し
む
る
に
堪
へ
た
り
　
宜
な
り
愁
の
字
を

も
て
秋
の
心
に
作
れ
る
こ
と

（
小
野
質
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
よ
る
）

ま
た
、
右
に
拠
る
藤
原
季
通
の
歌
、

こ
と
ご
と
に
か
な
し
か
り
け
り
む
べ
し
こ
そ
秋
の
心
を
う
れ
へ
と
い
ひ
け

（25）

れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
集
巴

に
よ
っ
て
、
「
愁
」
で
あ
る
。
「
た
ち
ど
も
し
ら
ぬ
」
ほ
ど
慾
に
沈
む
こ
の
心
を

一
体
如
何
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
、
と
文
字
通
り
愁
訴
す
る
内
容
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
定
家
に
ほ
「
秋
の
心
」
と
い
う
語
を
用
い
た
歌
が
他
に
≡
首
あ

る
。
一
つ
は
、
「
文
治
之
比
、
股
富
門
院
大
輔
天
王
寺
に
て
十
首
歌
よ
み
侍
り

L
に
」
の
詞
書
で
、
拾
退
愚
草
下
の
奥
に
収
め
る
、

あ
さ
な
ぎ
の
ふ
な
で
に
だ
に
も
忘
れ
ぼ
や
く
が
に
し
づ
め
る
秋
の
心
を（25）

（
船
中
述
懐
N
S
只
N
謡
い
）
）

で
、
第
四
旬
「
く
が
に
し
づ
め
る
」
の
表
現
は
、
漢
語
「
陸
沈
」
を
和
語
化
し

（27）

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
久
保
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
俊
成

の
「
述
懐
百
首
」
中
に
、

（28）

水
の
上
に
い
か
で
か
鴛
寵
の
う
か
ぶ
ら
む
陸
に
だ
に
こ
そ
身
は
沈
み
ぬ
れ

（
水
鳥
）

と
あ
る
も
の
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
「
く
が
に
し
ず
む
」
と
い
う
表
現
は
、

俊
成
と
定
家
の
こ
の
歌
の
他
に
用
例
を
見
な
い
。

「
秋
の
心
」
の
二
首
日
は
、
「
仁
和
寺
官
よ
り
忍
び
て
め
さ
れ
し
秋
題
十
首
、

承
久
二
年
八
月
」
の
詞
書
で
、
同
じ
く
拾
遺
愚
草
下
の
、

し
ら
れ
じ
な
な
く
な
く
あ
か
す
な
が
き
よ
も
さ
は
べ
の
た
づ
の
秋
の
心
は

（
秋
雑
N
U
B
（
N
N
S
）
）

で
あ
る
。

同
じ
く
三
首
目
は
、
定
家
晩
年
貞
永
元
年
の
関
白
左
大
臣
（
教
実
）
家
百
首

中
の
、

風
の
音
の
猶
色
ま
さ
る
夕
か
な
こ
と
し
は
し
ら
ぬ
秋
の
こ
こ
ろ
を

（
早
秋
－
畠
只
－
畠
巴
）

で
あ
る
。
下
旬
「
こ
と
し
は
し
ら
ぬ
秋
の
こ
こ
ろ
を
」
を
、
久
保
田
氏
は
「
今



（29）

年
の
秋
思
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
、
分
か
ら
な
い
が
、
」
と
解
し
て
お
ら
れ

る
が
、
こ
の
年
一
月
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
は
読
め

（30）

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
関
白
左
大
臣
家
百
首
の
述
懐
題
五
首
は
、
い
ず
れ
も

任
権
中
納
言
と
い
う
喜
び
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
就
中
、

た
ら
ち
ね
の
お
よ
は
ず
遠
き
跡
過
ぎ
て
道
を
き
は
む
る
和
歌
の
う
ら
人

（
述
懐
－
畠
只
－
合
い
）
）

は
、
久
保
田
氏
が
述
べ
ら
れ
る
通
り
、
官
途
も
歌
道
も
二
つ
な
が
ら
極
め
得
た

と
い
う
定
家
の
心
が
読
み
と
れ
る
。
早
秋
題
の
歌
の
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
も
、
文

治
・
正
治
・
承
久
各
期
の
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
歌
の
延
長
上
に
見
て
、
「
秋
に
な

り
風
の
音
は
、
秋
の
心
を
一
層
傷
ま
し
め
る
が
如
く
吹
き
ま
さ
る
夕
べ
で
あ
る

が
、
今
年
は
そ
の
秋
の
心
・
愁
い
を
知
ら
ぬ
我
身
で
あ
る
よ
」
と
解
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
含
む
、
定
家
の
歌

四
首
は
、
さ
な
が
ら
不
遇
な
彼
の
半
生
を
た
ど
ら
せ
て
く
れ
る
。
幾
年
「
秋
の

こ
こ
ろ
」
に
沈
ん
で
き
た
こ
と
か
、
そ
の
彼
が
晩
年
に
や
っ
と
「
こ
と
し
は
し

ら
ぬ
」
と
詠
ん
で
い
る
と
と
る
と
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
同
年
十
二
月
十

五
日
、
彼
は
権
中
納
言
を
辞
し
て
い
る
。

さ
て
、
鳥
の
歌
の
五
首
目
口
は
祝
意
を
込
め
て
次
の
如
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

わ
が
き
み
に
あ
ぶ
く
ま
が
は
の
さ
よ
ち
ど
り
か
き
と
ゞ
め
つ
る
あ
と
ぞ
う

れ
し
き（31）

ブ
ロ
ワ
ー
氏
は
、
こ
の
歌
は
道
長
の
一
首
、

君
が
よ
に
あ
ぶ
く
ま
が
は
の
そ
こ
き
よ
み
ち
と
せ
を
へ
つ
つ
す
ま
む
と
ぞ

お
も
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
花
集
m
）

（32）

を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
久
保
田
氏
は
、
家
隆
の
、

君
が
代
に
あ
ぶ
く
ま
河
の
む
も
れ
木
も
氷
の
下
に
春
を
待
ち
け
り

（
壬
二
集
－
g
N
）

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
定
家
は
、
こ
の
歌
で
阿
武
隈

川
と
千
鳥
を
と
り
合
わ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
と
り
合
わ
せ
ほ
、
橘
為
仲
の
、

君
ゆ
ゑ
に
よ
ほ
に
い
く
せ
か
鳴
渡
る
あ
ぶ
く
ま
川
の
か
は
千
鳥
か
な

（
為
仲
祭
日
9
）

が
先
例
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
定
家
の
歌
以
後
で
は
、
久
保
田
氏
指
摘
の
家
隆

歌
を
含
む
、
建
永
二
年
最
勝
四
天
王
院
名
所
御
障
子
歌
中
の
「
阿
武
隈
川
」
題

で
、
後
鳥
羽
院
・
雅
経
・
定
家
の
三
人
が
千
鳥
を
入
れ
て
詠
ん
で
い
る
。
そ
の

定
家
詠
、思

ひ
か
ね
つ
ま
ど
ふ
千
鳥
風
さ
む
み
あ
ぶ
く
ま
川
の
名
を
や
た
づ
ぬ
る

（
－
訳
只
－
伽
∽
豊
）

に
は
、
家
集
で
「
老
竃
忘
却
両
度
詠
r
之
、
左
道
」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い

る
。
久
保
田
氏
は
、
正
治
初
度
百
首
鳥
歌
で
「
既
に
阿
武
隈
川
と
千
鳥
の
取
り

（33）

合
せ
を
試
み
た
の
に
、
そ
の
二
番
煎
じ
と
な
っ
た
こ
と
を
反
省
し
た
か
、
」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
定
家
の
歌
で
は
二
度
目
に
あ
た
る
が
、
そ
の
こ
と

を
「
左
道
」
で
あ
る
と
し
た
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
正
治
初
度
百

首
鳥
題
で
の
阿
武
隈
川
と
千
鳥
の
と
り
合
わ
せ
は
、
新
鮮
さ
が
あ
っ
た
が
、
名

所
御
障
子
歌
で
は
、
院
や
雅
経
が
同
様
の
と
り
合
わ
せ
を
し
て
い
る
こ
と
と
関

係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
こ
と
は
さ
て
措
き
、
鳥
歌
五
首
目
で
定
家
は
、
和
歌
の
道
に
理
解
あ
る

君
の
代
に
あ
う
こ
と
が
出
来
、
あ
ま
つ
さ
え
、
こ
の
た
び
の
百
首
の
召
し
に
あ

づ
か
っ
て
、
後
代
に
和
歌
を
書
き
と
ど
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
ほ
、
こ
の
う
え

な
く
う
れ
し
い
こ
と
で
す
、
と
喜
び
の
歌
で
結
ん
で
い
る
。



五

既
に
久
保
田
氏
は
、
定
家
の
こ
れ
ら
鳥
の
歌
他
を
あ
げ
、
「
沈
伶
の
嘆
き
や
、

そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
院
の
庇
護
を
期
待
す
る
気
持
、
又
庇
護
を
得
た
こ
と
の

（34）

喜
び
な
ど
を
盛
っ
た
も
の
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
。
ま
た
、
近
年
、
村
尾
誠
一

氏
は
久
保
田
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
、
鳥
歌
一
連
に
つ
い
て
歌
論
の
両
か
ら
言

及
さ
れ
た
中
で
、
勘
返
状
の
出
現
に
よ
っ
て
定
家
の
述
懐
歌
が
「
廷
臣
と
し
て

（35）

の
当
為
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
事
」
が
判
明
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
確

か
に
、
舷
・
千
鳥
を
詠
み
、
院
へ
の
愁
訴
と
も
言
う
べ
き
強
い
述
懐
性
を
有
し

て
い
る
な
ど
は
、
勘
近
状
自
注
に
よ
っ
て
、
定
家
独
自
の
意
図
的
行
為
で
あ
っ

た
と
わ
か
る
わ
け
で
、
他
の
出
詠
者
の
鳥
歌
と
は
白
と
抱
き
も
異
な
っ
て
く
る
。

橋
本
氏
は
勘
返
状
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ほ
ど
後
鳥
羽
上
皇
の
意
向
を
計
っ
た

い
わ
ば
父
子
問
の
深
刻
な
往
返
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
定
家
の
歌
自

体
も
彼
の
真
剣
さ
を
窺
わ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
晴
儀
の
百
首
作
者

に
、
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
上
で
加
え
ら
れ
た
為
の
み
な
ら
ず
、
通
親
や
六
条
家

例
に
対
す
る
憤
慨
と
、
和
歌
に
関
し
て
は
未
知
な
る
院
へ
の
緊
張
な
ど
が
な
さ

し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

結
果
と
し
て
、
既
述
の
如
く
、
定
家
の
内
昇
殿
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
記
し
た
『
明
月
記
』
八
月
二
十
六
日
条
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

…
…
…
、
頭
弁
送
臼
状
云
、
内
昇
殿
事
只
今
所
仰
下
也
者
、
此
事
凡
存

外
、
日
釆
更
不
中
人
、
大
館
奇
、
夜
部
歌
之
中
有
地
下
述
快
、
忽
有
機
悪

欺
、
於
昇
殿
者
、
更
非
可
驚
、

又
非
懇
望
、

今
詠
進
百
首
、
即
被
仰
之

煉
、
為
道
面
目
幽
玄
、
為
後
代
美
談
也
、
自
愛
無
極
、
遺
之
中
興
最
前
、

已
預
此
事
、
更
二
不
及
左
右
、
即
申
此
由
了
、
早
参
入
可
畏
申
由
有
仰

事
、
尋
求
偉
僕
之
間
、
及
晩
景
参
入
、
又
謁
尚
霞
岳
、
又
逢
康
業
、
皆

歌
物
語
也
、
弁
云
、
夜
前
進
入
百
首
之
後
、
又
依
召
参
、
無
他
事
、
只
可

仰
下
昇
殿
之
由
有
仰
事
云
々
、
是
皆
以
此
遺
面
目
也
、
拝
悦
有
除
、
凌
甚

雨
退
下
、

右
に
つ
い
て
、
勘
近
状
の
定
家
自
注
と
「
素
直
に
つ
な
が
る
の
か
、
ま
た
そ
こ

に
屈
折
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
橋
本
氏
の
提
起
が
あ
る
。
特
に
膵
綾
部
「
於
昇

殿
者
、
更
非
可
欝
、
又
非
懇
望
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
定
家
の
其
剣
さ
か
ら
見
る

と
意
外
の
感
を
受
け
る
。

二
十
六
日
、
吉
報
は
、
頭
弁
資
実
か
ら
の
書
状
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

思
い
が
け
ぬ
こ
と
で
、
日
来
昇
殿
の
希
望
を
申
し
入
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
大
い
に
驚
き
、
お
か
し
な
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

昨
夜
の
百
首
の
中
に
地
下
の
述
懐
が
あ
っ
た
の
で
、
憐
悠
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
　
一

と
思
い
至
っ
て
い
る
。
続
く
傍
線
部
は
、
こ
の
言
葉
通
り
に
信
じ
る
わ
け
に
は
　
1
0

行
か
な
い
。
が
、
定
家
と
い
う
人
間
の
一
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
　
一

え
る
。
こ
の
年
の
十
月
十
二
日
の
通
親
家
形
供
歌
合
で
の
定
家
歌
に
院
が
御
感

あ
っ
た
一
件
を
記
し
た
十
三
日
条
、

…
…
…
、
兵
衛
大
夫
家
長
示
送
云
、
夜
前
初
冬
予
歌
殊
有
叡
感
、
共
産
負

了
、
召
寄
被
定
勝
云
々
、
存
外
面
目
也
、
但
狂
歌
也
、
不
慮
御
感
、
可
謂

冥
加
、こ

の
ご
ろ
の
冬
の
日
か
ず
の
春
な
ら
ば
谷
の
ゆ
き
げ
に
う
ぐ
ひ
す
の
声

此
執
戯
矧
叶
l
嘲
閥
オ
呵
L
l
別
封
倒
召
」
判
別
抑
雌
「
釦
凰
部
面
、

と
並
べ
て
み
る
と
、
俳
線
部
分
に
は
自
信
家
定
家
像
に
相
通
ず
る
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
。

ま
た
、
二
十
六
日
粂
傍
線
部
は
、
か
な
り
意
識
的
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
昇
殿
を
墾
望
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
従
っ
て
そ



れ
は
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
百
首
を
詠
進
し
て
、
そ
の
歌
に

ょ
っ
て
こ
の
よ
う
な
仰
せ
を
い
た
だ
い
た
、
そ
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を

強
調
せ
ん
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
「
為
遺
面
目
幽
玄
」
と
い
い
、
「
遺
之
中
興
」

と
い
う
。
そ
の
あ
と
、
御
礼
に
院
御
所
に
参
入
し
て
、
長
房
・
康
業
等
に
逢
う

と
、
皆
自
分
の
歌
の
話
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
詳
し
い
経
緯
を
聞
き
、
ま
た

「
是
皆
以
此
遺
面
目
也
」
と
記
し
て
い
る
。
翌
々
日
二
十
八
日
条
に
も
、
「
今

度
歌
殊
叶
叡
慮
之
由
、
目
方
方
開
之
、
遺
之
面
目
、
本
意
何
事
過
之
乎
」
と
の

記
述
が
見
え
る
。
再
三
記
さ
れ
る
「
遺
之
面
目
」
、
こ
れ
は
勘
近
状
中
に
も
、

「
飼
以
狭
事
為
先
老
、
為
遺
遺
恨
侠
」
と
あ
っ
た
こ
と
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
終
始
「
遺
」
の
為
、
「
道
」
の
両
日
と
い
う
意
識
を
押
し
出
そ
う
と
す

る
。
純
粋
と
は
言
え
な
い
が
、
彼
の
歌
道
を
め
ぐ
る
至
上
主
義
的
な
一
両
を
認

め
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。

六

本
稿
で
は
、
正
治
初
度
百
首
鳥
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
中
か
ら
、
定
家
・
俊

成
の
勘
近
状
を
中
心
と
し
た
考
察
を
試
み
た
。
鳥
と
い
う
歌
題
設
定
や
制
止
に

つ
い
て
、
本
百
首
が
企
図
さ
れ
た
経
給
と
か
か
わ
ら
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
権

門
通
親
と
六
条
家
季
経
・
経
家
が
、
末
だ
本
格
的
な
詠
歌
活
動
を
始
め
る
に
至

っ
て
い
な
い
後
鳥
羽
院
の
意
を
迎
え
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
。
そ
し
て
、
定
家
の
そ
れ
ら
に
対
す
る
不
快
感
、
そ
れ
も
単
に
百
首
出

詠
者
か
ら
当
初
は
ず
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
も
の
が
窺
わ
れ

る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

鳥
の
歌
自
体
の
考
察
は
、
定
家
の
歌
の
み
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
木

百
首
鳥
歌
の
全
体
に
日
を
向
け
て
み
る
と
、
二
十
三
人
の
出
詠
者
が
五
首
ず
つ

詠
ん
で
お
り
、
一
一
五
首
の
鳥
の
歌
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
大
方
が
定
家

の
歌
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
、
実
に
多
種
多
様
な
鳥
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、

ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
鳥
歌
の
実
態
を
解
明
す
べ
く
、
次

稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。

〔注〕

（
1
）
　
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
　
（
昭
和
4
8
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
七
九
四

頁
～
。

（
2
）
　
「
正
治
百
首
に
つ
い
て
の
定
家
・
俊
成
勘
近
状
」
（
『
和
歌
史
研
究
会
会

報
』
第
6
5
号
、
昭
和
5
2
年
1
2
月
）
　
以
下
橋
本
氏
の
論
の
引
用
は
す
べ
て

こ
の
論
文
に
拠
る
。

（
3
）
　
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
基
盤
と
構
成
』
　
（
昭
和
4
3
年
、
三
省
堂
）
七

二
貫
他
。

（
4
）
　
「
藤
原
定
家
の
正
治
院
初
度
百
首
草
稿
」
（
『
研
究
と
資
料
』
第
八
租
、

昭
和
5
7
年
1
2
月
）

（
5
）
　
『
図
説
日
本
の
古
典
』
　
「
古
今
集
・
新
古
今
集
」
　
（
昭
和
5
4
年
4
月
、

集
英
社
）
所
収
の
「
藤
原
定
家
の
虚
構
と
現
実
」
、
及
び
、
『
太
陽
』

芦
N
－
○
（
昭
和
5
5
年
1
0
月
、
平
凡
社
）
所
収
の
「
定
家
　
－
　
そ
の
生
涯
と

時
代
」
な
ど
。

（
6
）
　
注
（
2
）
の
橋
本
氏
紹
介
の
本
文
に
拠
る
。

（
7
）
　
『
源
家
長
日
記
』
に
見
え
る
「
大
内
御
幸
観
桜
」
の
際
の
一
首
が
正
治

元
年
三
月
十
七
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
樋
口

芳
麻
呂
「
後
鳥
羽
院
」
（
『
日
本
歌
人
講
座
3
』
　
昭
和
4
3
年
、
弘
文
堂
）
。

同
『
王
朝
の
歌
人
1
0
　
後
鳥
羽
院
』
（
昭
和
6
0
年
、
集
英
社
）
に
詳
し
い
。

（
8
）
　
「
後
鳥
羽
院
歌
壇
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
」
（
『
国
文
学
』
2
2
巻

1
1
号
、
昭
和
5
2
年
9
月
）
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（
9
）
　
注
（
3
）
四
三
頁
。

（
1
0
）
　
「
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
」
（
『
U
P
』
4
9
号
、
昭
和
5
1
年
1
1
月
、
東
京

大
学
出
版
会
）

（
1
1
）
　
注
（
5
）
の
前
項
の
論
文
中
。

（
崇
　
こ
の
頭
書
の
読
み
に
つ
い
て
、
「
内
府
苛
述
懐
多
リ
キ
」
と
読
む
人
も

あ
る
由
、
橋
本
氏
論
文
中
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
久
保
田
氏
は
「
多
リ

キ
」
と
読
ん
で
お
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
久
保
田
淳
氏
の
「
源
通
親
の
文
学
－
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
　
ー
」
（
上

村
悦
子
編
『
論
恕
王
朝
文
学
』
、
昭
和
5
3
年
、
笠
間
書
院
）
に
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
峯
岸
義
秋
「
歌
合
に
お
け
る
述
懐
の
歌
」
　
（
東
北
大
学
教
養
部
『
文
科

紀
要
』
一
集
、
昭
和
3
3
年
）
に
よ
る
と
、
元
永
二
年
七
月
十
六
日
内
大
臣

家
歌
合
の
判
詞
に
「
左
歌
、
述
懐
の
心
な
り
。
歌
合
に
は
詠
ま
ず
と
ぞ
う

け
た
ま
は
る
。
」
と
あ
る
が
、
本
百
首
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
注
（
1
1
）
に
同
じ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
定
家
も
、
和
歌
に
詠
ま
れ

る
「
物
」
や
「
事
」
に
対
す
る
関
心
ほ
決
し
て
薄
く
は
な
か
っ
た
ら
し
い

と
、
同
氏
が
別
稿
（
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
『
物
』
と
『
事
』
　
－
　
『
万
物

部
類
倭
歌
抄
』
を
中
心
と
し
て
1
」
、
『
論
集
　
藤
原
定
家
』
和
歌
文
学

の
世
界
冥
昭
和
6
3
年
、
笠
間
書
院
）
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
定
家
の
意

識
を
め
ぐ
っ
て
、
尚
、
考
究
の
余
地
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
田
尻
嘉
信
「
述
懐
の
歌
に
つ
い
て
　
－
　
『
有
心
』
と
の
関
聯
－
－
」

（
『
和
歌
文
学
研
究
』
1
1
号
、
昭
和
3
6
年
5
月
）

「
有
心
」
に
つ
い
て
、
今
十
分
な
用
意
は
な
い
が
、
藤
平
春
男
氏
の
『
歌

論
の
研
究
』
（
昭
和
6
3
年
、
．
へ
り
か
ん
社
）
に
拠
る
と
、
『
毎
月
抄
』
に
於

い
て
、
「
詠
作
時
に
お
け
る
歌
境
へ
の
沈
潜
の
深
さ
」
（
同
書
）
を
以
て
有

心
を
説
い
て
い
る
と
い
う
。
『
毎
月
抄
』
に
つ
い
て
は
真
偽
の
問
題
が
あ

る
が
、
勘
近
状
自
注
で
定
家
が
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
結
果
的
に
有

心
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
き
着
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
7
）
　
鷲
の
歌
が
如
何
な
る
歌
で
あ
っ
た
の
か
興
味
が
持
た
れ
る
が
、
『
夏
蔭

砧
』
（
森
川
勘
一
郎
編
、
大
正
1
5
年
、
敏
和
会
）
に
押
さ
れ
る
古
筆
切
に

「
鳥
名
五
首
切
」
が
あ
る
。
春
名
好
重
氏
の
『
古
筆
大
辞
典
』
　
（
昭
和
5
4

年
、
淡
交
社
）
に
も
立
項
さ
れ
て
お
り
、
正
治
百
首
の
折
の
誰
か
の
鳥
の

歌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
伝
西
行
、
書
写
年
代
鎌
倉

初
め
か
中
ご
ろ
、
と
解
説
さ
れ
て
お
り
不
審
で
あ
る
。
正
治
百
首
詠
進
者

の
も
の
で
は
な
い
が
、
三
首
目
に
「
鷲
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
注
（
1
1
）
に
同
じ
。

（
1
9
）
　
昭
和
6
0
年
、
河
出
書
房
新
社
刊
。

（
2
0
）
　
R
O
b
e
r
t
 
H
．
B
r
。
W
e
r
．
．
句
G
j
i
w
a
r
a
 
T
e
i
k
a
I
s
 
H
u
n
d
r
e
d
・
P
O
e
m

S
e
q
u
e
n
c
e
 
O
h
 
t
h
e
 
S
h
登
E
r
a
こ
N
0
0
．
－
六
A
 
M
O
n
u
ヨ
e
n
t
a

N
i
p
p
O
n
i
c
a
 
M
O
n
O
g
r
a
p
h
 
u
∽
－
S
O
p
h
i
a
 
U
n
i
く
わ
r
S
i
t
y
－
当
∞
）

p
．
－
3
～
－
○
伽

（
2
1
）
　
注
（
1
）
書
中
四
一
二
頁
。

（
2
2
）
　
有
吉
保
編
『
千
載
和
歌
集
の
基
礎
的
研
究
』
（
昭
和
5
1
年
、
笠
間
書
院
）

二
三
五
頁
。
ま
た
『
源
家
長
日
記
校
本
・
研
究
・
総
索
引
』
　
（
源
家
長
日

記
研
究
会
、
昭
和
6
0
年
、
風
間
書
房
）
の
二
二
七
頁
で
注
（
2
1
）
（
2
2
）
の
論

を
引
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
　
『
新
古
今
歌
風
の
形
成
』
（
昭
和
4
4
年
、
明
治
書
院
）
六
七
～
六
八
頁
。

（
2
4
）
　
注
（
1
1
）
に
同
じ
。

（
2
5
）
　
和
歌
の
引
用
は
、
以
下
『
新
編
国
歌
大
観
』
　
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。

（
2
6
）
　
定
家
の
歌
の
み
、
久
保
田
氏
の
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
で
の
歌
番
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号
を
（
　
）
で
併
記
し
た
。

（
㌘
）
　
注
（
1
9
）
書
中
。

（
2
8
）
　
渡
部
泰
明
「
藤
原
俊
成
『
述
懐
百
首
』
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
文
学
』
第

3
1
号
、
昭
和
6
1
年
5
月
）
で
は
、
不
遇
・
沈
愉
を
萬
現
に
比
喩
す
る
歌
群

の
一
首
と
し
て
こ
の
歌
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
9
）
　
注
（
1
9
）
書
中
。

（
3
0
）
　
述
懐
題
五
首
の
う
ち
の
「
は
か
ら
ず
よ
世
に
在
明
の
月
に
出
で
て
二
た

び
い
そ
ぐ
烏
の
は
つ
声
」
－
畠
犬
－
畠
告
に
つ
い
て
、
久
保
田
氏
は
正
治
百

首
鳥
歌
「
や
ど
に
な
く
」
を
回
想
し
た
作
か
と
注
せ
ら
れ
て
い
る
（
注

（
1
9
）
書
中
四
九
八
頁
）
が
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
意
識
を
認
め
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
3
1
）
　
注
（
2
0
）
に
同
じ
。

（
3
2
）
　
注
（
1
）
書
中
八
〇
〇
頁
。

（
3
3
）
　
注
（
1
9
）
書
中
二
九
四
頁
。

（
3
4
）
　
注
（
1
）
書
中
七
九
九
頁
。

（
3
5
）
　
「
理
性
摂
氏
体
考
1
藤
原
定
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
1
」
（
『
国

語
と
国
文
学
』
昭
和
6
1
年
8
月
）

A
全
員
近
著
紹
介
∀

「
『
源
氏
物
語
』
学
習
指
導
の
探
求
」

世
羅
博
昭
著

第
一
部
「
『
掠
氏
物
語
』
の
学
習
指
導
の
実
際
」
は
、
「
明
石
の
上
物
語
」
、

「
明
石
の
上
物
語
と
浮
舟
物
語
」
　
「
桐
彙
」
　
「
宇
治
十
帖
」
の
各
々
に
二
軍
を

当
て
て
「
源
氏
物
語
」
の
教
材
化
を
試
み
た
実
践
事
例
で
あ
る
。
第
二
部
「
『
源

氏
物
語
』
教
材
化
の
実
態
分
析
と
教
材
研
究
」
は
「
昭
和
五
十
二
年
度
用
『
古

典
Ⅱ
』
教
課
書
」
　
「
明
石
の
上
の
上
京
」
場
面
を
中
心
と
し
た
教
材
研
究
の
二

輩
。
第
三
都
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
語
句
・
文
法
の
研
究
と
指
導
」
で
は
、

＜
御
覧
ず
＞
表
現
と
＜
見
給
ふ
＞
表
現
を
中
心
と
す
る
敬
語
、
形
容
詞
・
形
容

動
詞
の
指
導
か
ら
、
文
法
指
導
全
般
に
及
ぶ
。
第
四
部
「
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
け

る
『
涼
氏
物
語
』
の
読
㌫
指
導
」
で
は
、
著
者
が
現
場
に
出
て
「
古
典
を
読
む

会
」
を
作
っ
た
経
路
と
、
そ
の
活
動
史
、
読
書
指
導
の
実
際
に
つ
い
て
、
二
章

を
当
て
る
。
昭
和
三
十
八
年
卒
業
後
、
二
十
年
に
わ
た
る
骨
同
校
で
の
体
験
と
、

長
崎
大
学
に
転
じ
て
か
ら
の
長
い
蓄
積
に
支
え
ら
れ
、
文
学
、
語
学
、
国
語
教

育
の
全
分
野
に
わ
た
る
著
者
の
知
見
の
結
晶
で
あ
る
。

（
A
五
版
、
四
一
二
ペ
ー
ジ
、
平
成
元
年
七
月
、
洪
水
社
刊
、
定
価
四
、
六
三

五
円
）

『
万
葉
長
歌
の
表
現
研
究
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
田
　
忠

「
万
葉
長
歌
研
究
史
1
表
現
研
究
を
中
心
に
」
を
冒
頭
に
据
え
、
研
究
史

昭
和
時
代
は
、
枕
詞
、
序
詞
、
対
句
、
声
調
・
リ
ズ
ム
等
の
項
目
に
分
け
て
諸

家
の
研
究
を
位
置
づ
け
る
。
第
二
章
「
折
田
王
」
で
は
「
子
音
分
布
と
表
現
効

果
」
、
第
三
章
「
柿
本
人
麻
呂
」
で
は
「
子
音
分
布
か
ら
み
る
声
調
」
、
第
四
葦

「
山
部
赤
人
」
で
は
「
純
化
と
美
の
調
べ
」
、
以
下
、
串
持
千
年
、
笠
金
村
、

高
橋
虫
麻
呂
、
遣
唐
使
の
母
、
迫
新
羅
使
人
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
田
辺
福
麻
呂

な
ど
を
扱
い
、
大
伴
家
持
に
は
二
葦
を
宛
て
て
、
「
『
ま
す
ら
を
』
意
識
の
終

焉
」
　
「
長
歌
裏
徴
に
抗
す
る
表
現
」
の
二
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
最
後
の

第
十
四
章
「
調
使
甘
」
は
「
用
字
・
用
語
句
の
福
麻
呂
へ
の
影
響
」
を
説
き
、

福
麻
呂
が
橘
諸
兄
の
命
に
よ
っ
て
原
万
葉
集
の
蒐
集
記
録
に
協
力
し
た
か
と
も

述
べ
て
い
る
。
同
じ
著
者
に
は
前
著
『
山
上
憶
良
長
歌
の
研
究
』
が
あ
る
の
で

本
書
に
は
憶
良
を
欠
く
が
、
無
記
名
作
家
に
ま
で
対
象
を
広
げ
、
昭
和
五
十
六

年
以
降
の
論
文
に
、
書
き
お
ろ
し
三
篇
を
加
え
て
一
書
を
体
系
化
し
て
い
る
。

（
A
五
版
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
、
平
成
元
年
十
一
月
、
和
泉
書
院
刊
、
定
価
八
、

五
〇
〇
円
）
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